
謹
賀
新
年

昨
年
は
、
宗
祖
親
鸞
聖
人
七
百
五

十
回
御
遠
忌
の
年
で
し
た
。

十
年
以
上
の
準
備
期
間
を
経
て
、

真
宗
本
廟

（東
本
願
寺
）
で
は
、
御

遠
忌
法
要

（
一
部
は
、
東
日
本
大
震

災
と
福
島
第

一
原
子
力
発
電
の
事
故

の

「被
災
者
支
援
の
つ
ど
い
」）
が
厳

修
さ
れ
、
三
十
五
万
人
を
超
え
る
ご

門
徒
が
全
国
か
ら
参
詣
し
、
本
山
は

賑
わ
い
ま
し
た
。
当
寺
も
希
望
者
を

募
り
参
詣
し
た
こ
と
は
ご
存
じ
の
と

お
り
で
す
。

本
願
寺
第
八
代
で
あ
る
蓮
如
上
人

は

「
一
宗
の
繁
昌
と
申
す
は
、
人
の

多
く
あ

つ
ま
り
、
威
の
大
な
る
事
に

て
は
な
く
候
う
。

一
人
な
り
と
も
、

人
の
、
信
を
取
る
が
、

一
宗
の
繁
昌

に
候
う
。
」
と
仰
せ
ら
れ
ま
し
た
。
参

詣
者

一
人
ひ
と
り
が

「信
を
取
る
」、

つ
ま
り
念
仏
申
す
生
活
を
す
る
か
ど

う
か
が
重
要
な
の
だ
と
。

当
寺
も
こ
の
御
遠
忌
法
要
に
向
け

て
様
々
な
教
化
事
業
に
取
り
組
ん
で

き
ま
し
た
。
「や
れ
や
れ
」
と
腰
を
下

ろ
し
た
い
気
持
ち
も
あ
り
ま
す
が
、

蓮
如
上
人
の
お
心
か
ら
す
る
と
、
そ

れ
ど
こ
ろ
で
は
あ
り
ま
せ
ん
ね
。

原
点
に
帰
り
、
念
仏
申
す
生
活
の

再
出
発
を
し
な
け
れ
ば
！

礼
拝

・
聞
法

・
正
信
の
生
活
の
再

出
発
で
す
。

本
年
も
宜
し
く
お
願
い
致
し
ま
す
。

寺
族

一
同

真
宗
門
徒
の
生
活
実
践

念
仏
申
す
生
活
を

礼
拝
の
生
活

毎
日
欠
か
さ
ず
ご
本
尊
に
対
面
し
よ

う
。お

内
仏
の
お
荘
厳
を
整
え
、
お
給

仕
を
正
し
く
し
よ
う
。

正
信
偈
を
お
つ
と
め
し
、
教
え
の

言
葉
に
触
れ
よ
う
。

新
し
く
家
庭
を
も
っ
た
ら
、
必
ず

ご
本
尊
を
お
迎
え
し
よ
う
。

聞
法
の
生
活

念
仏
の
教
え
を
聞
き
、
同
朋
を
見

い
だ
そ
う
。

月
に

一
度
は
法
座
に
参
加
し
よ
う
。

報
恩
講
を
は
じ
め
、
お
寺
の
行
事

に
積
極
的
に
参
加
し
よ
う
。

正
信
の
生
活

迷
信
に
惑
う
私
を
解
放
し
よ
う

念
仏
を
よ
り
ど
こ
ろ
と
し
て
生
き
る

道
を
聞
き
開
き
、
占
い
や
霊
信
仰
と

訣
別
し
よ
う
。

帰
敬
式
を
受
け
法
名
を
い
た
だ
き
、

真
宗
門
徒
と
し
て
歩
み
は
じ
め
よ
う
。

教
化
実
践
四
項
目

一

お
内
仏
に
正
し
い
ご
本
尊
を
安

置
し
、
お
荘
厳
を
正
し
く
し
よ
う
。

二

塔
婆
を
建
て
る
こ
と
は
や
め
よ
う
。

三

位
牌
を
廃
し
、
法
名
軸
に
改
め
よ
う
。

四

法
名
に
信
士

・
居
士
な
ど
の

位
号
を
つ
け
る
の
は
や
め
よ
う
。

報
恩
講

（十

一
月
十
九
日
）

当
番
地
区
の
二
部
上

・
中
地
区
の

方
々
や
世
話
人
方
、
大
勢
の
方
々
の

ご
支
援
に
よ
り
、
浄
土
真
宗
寺
院
の

最
も
大
事
な
法
要
を
厳
修
す
る
こ
と

が
で
き
ま
し
た
。

朝
か
ら
の
寒
く
大
雨
の
降
る
悪
天

候
で
し
た
が
、
本
堂
に
上
が
り
お
参

り
し
た
方
は
例
年
と
ほ
ぼ
同
じ
百
人

ほ
ど
で
し
た
。

特
に
、
駐
車
場
係
の
世
話
人
様
、

本
当
に
ご
苦
労
様
で
し
た
。

光といのち
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迷
っ
て
い
る
こ
と
に

気
が
つ
か
な
い
と
、

い
つ
ま
で
も

迷
っ
て
い
る
。

前
田
義
朗

修
正
会

し
ゅ
し
ょ
う
え

一
月
二
日

（月
）

十
時
～
十

一
時
半

お
参
り
く
だ
さ
い
。



報
恩
講
を
運
営
さ
れ
た
方
々

（敬
称
を
略
し
ア
イ
ウ
エ
オ
順
で
記

し
ま
し
た
。
）

お
磨
き

（真
鍮
製
仏
具
磨
き
）

足
達

和

石
井
和
夫

金
木
姫
松

川
名
ふ
じ
子

重
田
澄
子

関
口
昌
司

田
中
昭

一

谷

英
郞

田
村
徹
夫

艫
居
政
男

永
井
正

一

中
川
克
子

中
山
郁
夫

西
尾
の
ぶ
子

蓮
沼
典
子

吉
田

誠

お
斎

（と
き
）
係
の
当
番
地
区
女
性

朝
倉
浩
子

石
井
敏
子

富
澤
眞
知
子

西
尾
義
枝

三
堀
洋
子

前
日

青
木

實

明
石
圭
司

明
石
義
久

足
達

和

川
名
信
之

川
名
喜
昭

永
井
正

一

能
重
初
雄

能
重
輝
彦

増
田
征
夫

当
日

青
木

實

明
石
圭
司

明
石
義
久

足
達

和

稲
葉
昭
子

大
胡
登
美
子

大
胡
睦
恵

金
木
庸

一

川
名
信
之

川
名
喜
昭

重
田
和
夫

醍
醐
敏
明

醍
醐
祐
子

高
梨
維
夫

田
村
晋

一

富
永
昇

一

艫
居
政
男

永
井
正

一

能
重
輝
彦

能
重
初
雄

長
谷
川

登

廣
島
敏
雄

増
田
征
夫

吉
田

誠

吉
本
行
男

朝
倉

智

（軽
乗
用
車
貸
与
）

会
計
報
告

百
五
十
二
人
の
方
か
ら
合
計
金
額

七
十
万
八
千
円
の
御
懇
志
、
そ
の
他

に
お
仏
供
用
う
る
ち
米
、
お
供
物
用

餅
米
、
仏
花
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。

残
金
二
十
七
万
八
千
二
百
六
円
は
、

奉
仕
作
業
費
、
仏
具
購
入
等
に
充

て
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

報
恩
講
感
話

今
ま
で
取
り
組
ん
で
き
た
こ
と
な

ど
が
、
自
分
の
人
生
に
ど
の
よ
う
な

意
味
を
持

つ
も
の
だ

っ
た
の
か
を
振

り
返
え

っ
て
い
た
だ
き
、
そ
こ
で
感

じ
た
こ
と
思

っ
た
こ
と
を
お
話
し
す

る
こ
と
を
感
話
と
言
い
ま
す
。

紙
面
の
都
合
で
、
お
話
を
要
約
し

ま
し
た
。

そ
う
だ
！

お
寺
に
行
こ
う

蓮
沼

典
子

私
は
、
井
野
に
住
む
蓮
沼
典
子
と

申
し
ま
す
。
ち
ょ
う
ど
十
年
前
に
主

人
の
定
年
を
機
会
に
横
浜
か
ら
移
り

住
ん
で
き
ま
し
た
。

若
い
頃
に
奈
良
に

一
人
旅
し
た
と

き
に
、
の
ど
が
渇
き
小
さ
な
お
寺
で

お
水
を
所
望

し
た
ん
で
す

が
、
そ
の
時

に
温
か
い
砂

糖
湯
を

い
た

だ
き
ま
し
て
、
執
事
さ
ん
と
少
し
お

話
を
さ
せ
て
い
た
だ
く
機
会
が
あ
り

ま
し
た
。

そ
の
頃
の
私
は
若
気
の
至
り
で
、

仏
像
は
美
術
鑑
賞
の
対
象
ぐ
ら
い
に

し
か
思

っ
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
し
、

お
寺
も
歴
史
と
か
い
わ
れ
に
は
興
味

が
あ
り
ま
し
た
が
、
何
宗
で
ど
ん
な

教
え
の
寺
だ
と
か
に
は
興
味
は
あ
り

ま
せ
ん
で
し
た
。

で
も
、
執
事
さ
ん
と
お
話
し
す
る

う
ち
に
、
い
ろ
い
ろ
感
じ
る
こ
と
も

あ
り
ま
し
た
。
そ
の
後
文
通
さ
せ
て

い
た
だ
い
た
り
、
ご
自
身
が

一
刀
彫

り
な
さ

っ
た
五
重
塔
を
い
た
だ
い
た

り
し
ま
し
た
。
そ
の
方
は
お
亡
く
な

り
に
な
り
ま
し
た
が
、
そ
の
五
重
塔

は
何
回
私
が
引

っ
越
し
を
し
て
も
無

く
な
る
こ
と
な
く
今
も
私
の
手
元
に

あ
り
ま
す
。
な
に
か
尊
い
も
の
を
そ

こ
に
感
じ
て
い
ま
す
。

老
年
に
入
っ
た

歳
の
時
に
、
父

65

母
を
失
い
ま
し
た
。
父
母
の
死
は
と

っ
て
も
シ
ョ
ッ
ク
で
、
あ
ら
た
め
て

自
分
の

「生
死

（
し
ょ
う
じ
）
」
と

い
う
も
の
に
直
面
さ
せ
ら
れ
ま
し

た
。
そ
し
て
そ
の
時
は
じ
め
て
、
か

つ
て
執
事
さ
ん
か
ら
う
か
が

っ
た
仏

様
の
お
話
し
に
深
く
う
な
ず
く
こ
と

が
で
き
ま
し
た
。

そ
の
後
、
こ
ち
ら
に
移
り
住
み
忙

し
く
過
ご
し
ま
し
た
が
、
も
っ
と
正

面
か
ら
仏
様
の
お
話
を
聞
け
な
い
も

の
か
と
か
ね
が
ね
思

っ
て
い
ま
し
た

が
、
こ
ち
ら
の
寺
の
こ
と
を
知
人
か

ら
教
え
ら
れ
、
同
朋
の
会
に
快
く
受

け
入
れ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
そ
の

結
果
、
今
日
で
三
回
目
の
報
恩
講
を

迎
え
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

そ
の
間
、
ほ
ん
と
う
に
ぼ
ん
や
り

し
て
い
る
私
で
も
、

ハ
ッ
と
さ
せ
ら

れ
る
よ
う
な
言
葉
と
か
、
ほ
ん
と
う

に
す
ば
ら
し
い
言
葉
と
出
遇
い
ま
し

た
。
今
は
そ
れ
が
頼
り
で
生
き
て
い

る
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
か
と
思
う

ぐ
ら
い
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。

か
と
い
っ
て
す
ご
く
熱
心
な
信
徒

で
あ
る
か
と
い
う
と
情
け
な
い
ん
で

す
が
、
そ
う
い
う
体
験
を
さ
せ
て
い

た
だ
い
て
い
ま
す
。

昔
、
Ｊ
Ｒ
東
海
の
コ
マ
ー
シ
ャ
ル

で

「そ
う
だ
！
京
都
に
行
こ
う
。
」

と
い
う
の
が
あ

っ
て
と
て
も
好
き
だ

っ
た
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
「そ
う
だ
！

お
寺
に
行
こ
う
。
」
と
い
う
感
じ
で
、

皆
様

一
人
ひ
と
り
が
、
何
か
あ

っ
た

と
き
お
寺
の
門
を
く
ぐ
っ
て
、
お
話

を
う
か
が

っ
た
り
出
遇
い
が
あ

っ
た

り
、
そ
う
い
う
こ
と
が
た
く
さ
ん
あ

っ
た
ら
い
い
な
あ
と
最
近
思

っ
て
い

ま
す
。

岩
井
川
浄
化
大
作
戦

能
重

初
雄

私
は
、
二
部
に
生
ま
れ
十
年
ほ
ど

前
に
勤
め
を
退
職
し
、
第
二
の
人
生



で
農
業
に
従
事
し
て
い
ま
す
。
昭
和

年
生
ま
れ
で

歳
に
な
り
ま
し
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た
。現

在
、
細
菌

（微
生
物
）
の
は
た

ら
き
に
関
心
を
も
っ
て
い
ま
す
。
植

物
も
細
菌
の
作
用
で
生
か
さ
れ
て
い

ま
す
。
微
生
物
が
い
な
い
と
死
ん
で

し
ま
う
の
で
す
。

微
生
物
の
中
で
も
特
に
Ｅ
Ｍ
菌
の

は
た
ら
き
に
注
目
し
、
そ
れ
に
よ
り

岩
井
川
を
浄
化
し
よ
う
と

「岩
井
川

エ
コ
会
」
を
立
ち
上
げ

人
で
活
動

18し
て
い
ま
す
。

河
川
を
汚
す

の
は
簡
単

で

す
が
、
き
れ

い
に
す
る
の

は
大
変
で
す
。

一
度
汚
れ
て
し
ま
っ
た
河
川
を
き
れ

い
に
す
る
た
め
に
は
世
界
遺
産
に
登

録
さ
れ
た
白
神
山
地
の

一
市
七
町
村

の
人
々
の
自
然
を
守
る
取
り
組
み
の

よ
う
な
、
地
域
の
方
々
の
理
解
と
協

力
が
必
要
で
す
。

Ｅ
Ｍ
菌
は
、
琉
球
大
学
農
学
部
教

授
比
嘉
照
夫
先
生
が
、
農
業
分
野
で

の
土
壌
改
良
用
と
し
て
開
発
し
た
乳

酸
菌
、
酵
母
、
光
合
成
細
菌
を
主
体

と
す
る
微
生
物
共
生
体
で
、
農
業
、

畜
産
、
水
産
、
環
境
浄
化
、
土
木
建

築
な
ど
様
々
な
分
野
に
利
用
さ
れ
て

い
ま
す
。
放
射
能
の
除
去
に
も
効
果

が
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

私
た
ち
は

「岩
井
川
浄
化
大
作
戦
」

と
い
う
こ
と
で
、
岩
井
川
の
上
流
の

川
上
か
ら
海
ま
で
の
浄
化
を
し
よ
う

と
毎
週

一
回
３
０
０
リ
ッ
ト
ル
の
Ｅ

Ｍ
菌
を
放
流
し
て
い
ま
す
。
Ｅ
Ｍ
菌

の
活
動
が
活
発
と
な
る
夏

（
７
月
）

に
は
、
糠
の
中
に
籾
殻
の
薰
炭
と
Ｅ

Ｍ
菌
を
混
ぜ
た
団
子
を
発
酵
さ
せ
た

Ｅ
Ｍ
団
子
を
、
河
川
の

一
番
汚
れ
て

い
る
ヘ
ド
ロ
の
中
に
放
り
込
ん
で
い

ま
す
。
Ｅ
Ｍ
菌
が
そ
れ
を
食
べ
る
の

で
す
。
初
め
て
３
年
経
ち
、
上
流
の

橋
か
ら
海
に

一
番
近
い
伏
姫
大
橋
で

そ
れ
ぞ
れ
水
質
検
査
し
ま
し
た
が
結

果
は
良
好
で
し
た
。

館
山
市
で
も
那
古
船
形
で
も
こ
の

活
動
を
し
て
い
ま
す
。
１
ト
ン
の
大

き
な
タ
ン
ク
を
作
り
放
流
し
、
海
を

き
れ
い
に
す
る
た
め
に
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
で
行
っ
て
い
ま
す
。

報
恩
講
法
話

柏
市
淨
眞
寺
住
職
前
田
義
朗
師
に

お
話
い
た
だ
き
ま
し
た
。

下
記
は
、
お
話
の
内
サ
ブ
タ
イ
ト

ル

「焚
焼
仙
経
帰
楽
邦
」
の

一
部
分

を
聞
き
書
き
し
た
も
の
で
す
。

な
お
、
「焚
焼
仙
経
帰
楽
邦
」
は
、

法
事
な
ど
で
皆
さ
ん
と

一
緒
に
お
勤

め
し
て
い
る

「正
信
偈
」
の
中
の

一

句
で
す
。
『真
宗
大
谷
派
勤
行
集
』
（赤

本
）

ペ
ー
ジ
に

「本
師
曇
鸞
梁
天

21

子

常
向
鸞
処
菩
薩
礼

三
蔵
流
支

授
浄
教

焚
焼
仙
経
帰
楽
」
と
あ
り

ま
す
。
（意
訳
）
親
鸞
聖
人
が
大
事

な
師
匠
と
仰
ぐ
曇
鸞
大
師
は
、
中
国

の
梁
と
い
う
国
の
天
子
が
常
に
曇
鸞

大
師
の
居
ら
れ
る
方
に
向
か
い
菩
薩

と
し
て
礼
拝
さ
れ
て
い
た
方
で
す
。

な
ぜ
天
子
が
そ
う
し
た
か
と
い
う

と
、
曇
鸞
大
師
は
三
蔵
流
支

（菩
提

流
支
）
と
い
う
僧
侶
か
ら
浄
土
経
典

を
授
け
ら
れ
る
と

「
ハ
ッ
」
と
目
を

覚
ま
し
、
不
老
長
寿
を
説
く
仙
経
を

焼
き
捨
て
、
楽
邦

（浄
土
）
を
よ
り

ど
こ
ろ
と
し
て
生
き
た
か
ら
で
す
。

曇
鸞
さ
ん

は
、
四
七
六

年
に
中
国
山

西
省
雁
門
お

生
ま
れ
に
な

り
六
十
七
歳

の
生
涯
を
送
ら
れ
た
方
で
す
。
も
と

も
と
は
四
論
派
と
い
う
仏
教
の
学
派

に
属
し
て
い
ま
し
た
が
、
教
え
が
難

解
な
の
で
自
分
が
長
生
き
し
な
け
れ

ば
勉
強
し
尽
く
せ
な
い
と
思
わ
れ
た

ん
で
す
。
そ
う
思
い
こ
ん
で
し
ま
い
、

今
風
に
言
う
と
精
神
的
に
ま
い
っ
て

し
ま

っ
て
お
ら
れ
た
の
で
す
け
れ
ど

も
、
あ
る
人
か
ら
道
教
の
経
典

（仙

経
）
の
中
に
長
生
不
死
の
教
え
が
あ

る
と
教
え
ら
れ
る
ん
で
す
。

つ
ま
り

健
康
で
長
生
き
で
き
る
教
え
が
あ
る

と
。
そ
こ
で
そ
れ
を
学
び
に
行
く
わ

け
で
す
。
長
生
き
し
た
い
と
か
病
気

に
な
り
た
く
な
り
な

い
と
い
う

の

は
、
こ
れ
は
欲
で
す
。
誰
で
も
あ
る

こ
と
で
す
。
悪
い
こ
と
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。
曇
鸞
さ
ん
も
、
長
生
き
し
た

い
。
病
気
に
な
り
た
く
な
い
。
仏
教

の
勉
強
を
も
っ
と
も
っ
と
し
た
い
。

と
い
う
こ
と
で
長
生
不
死
の
教
え
を

学
ぶ
た
め
に
陶
弘
景

（と
う
こ
う
け

い
）
と
い
う
道
教
の
先
生
に
会
い
『衆

醮
義
』
（
し
ゅ
し
ょ
う
ぎ
）
と
い
う

書
物
十
巻
を
手
に
入
れ
て
、
「
こ
れ

で
私
の
生
き
方
は
万
全
で
あ
る
」
。

こ
う
考
え
て
意
気
揚
々
と
帰

っ
て
こ

ら
れ
た
。

そ
の
途
中
、
中
国
の
洛
陽
と
い
う

所
で
イ
ン
ド
か
ら
来
て
い
た
菩
提
流

支
と
い
う
僧
侶
に
出
会
わ
れ
る
わ
け

で
す
。
曇
鸞
大
師
が

「私
は
こ
う
い

う
す
ば
ら
し
い
教
え
を
手
に
し
た
。

こ
れ
を
読
め
ば
長
生
不
死
な
ど
、
す

べ
て
の
願
い
が
か
な
う
の
だ
」
と
。

そ
う
す
る
と
菩
提
流
支
は

「ペ
ッ
」

と
ツ
バ
を
を
吐
い
て
、
「何
を
お
ま

え
は
言

っ
て
い
る
の
か
」
。
「仙
経
を

手
に
入
れ
て
意
気
揚
々
と
し
て
い
る

あ
な
た
は
、
ど
れ
だ
け
生
き
て
お
ら

れ
る
の
か
。
そ
の
方
法
を
学
ん
で
十

年
、
二
十
年
、
い
や
五
十
年
生
き
長

ら
え
ら
れ
た
と
し
て
も
人
間
の
寿
命

は
た
か
が
百
年

の
こ
と
で
は
な

い

か
。
二
百
年
、
三
百
年
生
き
た
人
が

い
た
と
は
聞
い
た
こ
と
が
な
い
」
。



「か
り
に
何
年
か
長
生
き
で
き
た
と

し
て
も
、
今
、
ど
の
よ
う
に
生
き
て

い
る
の
か
？
と
い
う
仏
様
か
ら
の
問

い
に
向
き
合

っ
て
い
な

い
で
な

い

か
。
」
「今
、
ど
こ
に
向
か
っ
て
ど
の

よ
う
に
生
き
る
の
か
を
求
め
る
者
が

仏
教
徒
で
あ
る
。
」
「お
ま
え
は
進
む

べ
き
道
か
ら
外
れ
て
し
ま

っ
て
い

る
。
」そ

う
言
わ
れ
た
瞬
間
、
曇
鸞
大
師

は

「
ハ
ッ
」
と
し
て
気
づ
き

『
衆
醮

義
』
十
巻
を
焼
き
捨
て
た
。
そ
し
て

菩
提
流
支
か
ら

『
観
無
量
寿
経
』
、

一
説
に
は

『
浄
土
論
』
を
授
け
ら
れ

た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
お
経

こ
そ
が
、
「生
ま
れ
た
意
義
と
生
き

る
意
義
を
見
つ
け
よ
う
」
と
い
う
標

語
が
あ
り
ま
し
た
が
、
そ
う
い
う
内

容
が
説
い
て
あ
る
。

曇
鸞
大
師
は
、
仏
道
、
つ
ま
り

「生

ま
れ
た
意
義
と
生
き
る
意
義
」
を
あ

き
ら
か
に
し
た
い
と
思
い
長
生
き
を

し
よ
う
と
思

っ
た
の
で
す
ね
。
だ
け

れ
ど
も
仏
教
と
は
違
う
教
え
、
外
道

（げ
ど
う
）
に
入
っ
て
し
ま
っ
た
わ

け
で
す
よ
。
仏
道
を
修
学
し
て
い
る

つ
も
り
が
外
道
に
堕
ち
て
い
る
こ
と

に
気
が

つ
け
な
い
。
そ
れ
が
菩
提
流

支
と
出
会

っ
て
そ
の
こ
と
が
教
え
ら

れ
た
わ
け
で
す
。
「生
死

一
如

（
し

ょ
う
じ
い
ち
に
ょ
）
」
と
い
う
言
葉

が
あ
り
ま
す
。
私
は

「オ
ギ
ャ
ー
」

と
生
ま
れ
て
き
た
と
き
に
、
死
も
い

っ
し
ょ
に
備
わ

っ
て
生
ま
れ
て
き
た

と
い
う
意
味
で
す
。
そ
れ
を
忘
れ
る

の
で
す
。
死
ぬ
身
で
あ
る
こ
と
を
忘

れ
て
い
る
ん
で
す
。

お
釈
迦
樣
は
、

生
老
病
死
、
生
ま
れ
老
い
て
病
に
な

り
死
ぬ
。
そ
の
こ
と
が
出
家
の
動
機

で
す
。
そ
の
こ
と
が
、
い
つ
も
私
た

ち
に
も
問
い
か
け
ら
れ
て
い
る
け
れ

ど
も
、
そ
れ
を
忘
れ
る
。

つ
ま
り
私

た
ち
も
外
道
の
道
を
知
ら
ず
知
ら
ず

歩
ん
で
し
ま
う
と
い
う
こ
と
で
す
。

仏
道
を
外
れ
て
い
く
の
で
す
。

曇
鸞
大
師
は
、
気
づ
か
れ
た
ん
で

す
ね
。
長
生
き
を
し
て
仏
教
を
勉
強

し
た
い
。
そ
れ
で
仙
経
を
い
た
だ
い

て
喜
ん
で
い
た
。
そ
の
時
に
菩
提
流

支
に
出
会

っ
て

「長
生
き
し
た
か
ら

っ
て
、
ど
う
な
ん
だ
。
何
の
た
め
に

仏
教
を
勉
強
し
て
い
る
か
」
と
。
そ

し
て
、
自
ら
の
外
道
性
に
目
が
覚
め

た
ん
で
す
。
そ
こ
で
仙
経
を
焼
き
捨

て
た
。

迷

っ
て
い
る
こ
と
に
気
が

つ
か
な

い
と
、
い
つ
ま
で
も
迷

っ
て
い
る
。

道
理
に
、
気
が

つ
く
と
言
う
こ
と

が
大
事
な
の
で
す
ね
。

（住
職
感
想
）

一
度
そ
う
だ
と
思
い

込
む
と
、
自
分
で
は
誤
り
に
気
づ
け

な
い
。
失
敗
し
た
り
痛
い
目
に
あ
わ

な
い
と
。
曇
鸞
大
師
や
親
鸞
聖
人
も

き
っ
と
そ
う
だ
っ
た
ん
で
す
ね
。

行

事

予

定

１
月
２
日

時
～

修
正
会

10

１
月
８
日
９
時
～

八
日
講

１
月

日
９
時
～

十
日
講

10

１
月

日

親
鸞
教
室
③

17

２
月

日

時
～

同
朋
の
会

12

15

２
月

日

親
鸞
教
室
④

14

３
月

日

親
鸞
教
室
⑤

12

３
月

日

時

分
～

春
彼
岸
会

20

13

30

４
月
８
日

時
～
花
ま
つ
り
（同
朋
の
会
）

15

４
月

日

親
鸞
教
室
⑥

18

５
月

日

時
～

同
朋
の
会

13

15

５
月

日

親
鸞
教
室
⑦

17

６
月
８
日
９
時
～

八
日
講

６
月

日
９
時
～

十
日
講

10

６
月

日

時
～

同
朋
の
会

10

15

６
月

日

婦
人
研
修
会
②

15

６
月

日

親
鸞
教
室
⑧

18

６
月

日

勝
善
寺
奉
仕
作
業

24

７
月
８
日

時
～

同
朋
の
会

15

８
月

日

時
～

盂
蘭
盆
会

10

10

・
・
・
以
外
は
当
寺
が
会
場
で
す
。

春彼岸会の案内

真宗大谷派僧侶でカウンセラーの三橋尚伸

先生（女性）にお話しいただきます。

先生は、「鸞笙堂ホットライン」診療所や

末期医療の現場などでご活躍のほか、全国各

所で法話や我々僧侶の指導をされています。

先生のお話を、千葉組門徒会研修でお聞き

した当寺門徒会員の川名喜昭氏と永井正一氏

から、「ご門徒に限らずできるだけ多くの方

にお話しを聞いていただきたい。」と切望さ

れ、私もそう願っていましたので先生にお願

いしたところ快諾くださいました。

どうぞご門徒以外の方もお誘いし、聴聞し

て下さい。

記

１ 日 時 ３月２０日（火）春分の日

１３時３０から１６時

２ 場 所 当寺本堂

３ 内 容 法要と法話・質疑

４ 参 加 費 無料

５ 持 ち 物 念珠 筆記用具など

６ 参加申込 電話等でお申込ください。

※ご不明な点は、寺までお尋ねください。

EM菌で水がきれいになりました。

能重初雄様、有り難うございます。


